
A
現
在
の
職
場
で
少
し
で
も
長
く
働
き
た
い
と
い

う
思
い
は
、
働
く
者
と
し
て
当
然
で
す
。

し

か
し
、
「
派

遣
労

働

(
t
e
m
p
o
r
a
r
y
 

w
o
r
k

)」
は
、
本
来
、
「

時
的
労
働
」
と
訳
す
べ
き
も

の
で
す
。
常
用
雇
用
の
例
外
と
し
て
八
五
年
制
定
の
労
働

者
派
遣
法
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
臨
時
的
業
務

量
の
増
大
に
応
じ
て
一
時
的
に
労
働
者
を
受
け
入
れ
る
こ

と
を
認
め
る
の
が
派
遣
労
働

で
す
。
そ
の
業
務
が
長
期
に

継
続
す
る
と
き
に
は
、
実
際

に
労
働
者
を
指
揮
命
令
し
て

働
か
せ
て
い
る
派
遣
先
が
使

用
者
と
し
て
の
責
任
を
負

い
、
正
社
員

(直
接
常
用
労

働
者
)
と
し
て
雇
用
す
る
こ

と
が
派
遣
先
の
義
務
と
な
り

ま
す
。

○
受
入
期
間
を
超
え
た
と

き
の
派
遣
先
雇
用
義
務

九
九
年
の
労
働
者
派
遣
法

改
正
で
、
派
遣
対
象
業
務
が

原
則
自
由
化
さ
れ
ま
し
た
。

派
遣
先
は
、
新
自
由
化
業
務

に
つ
い
て
は
上
限

一
年
の

「

時
的
労
働
」
と
し
て
の

み
派
遣
労
働
を
受
け
入
れ
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
半
面
、
従
来
の
業
務

(二
六
種
類
ー
O
A
機
器
操

脇 田 滋 さん(龍谷大学法学部教授)の

登 録 型 の 派 遣 事務職で働いています。

3カ 月契約で更新を繰り返し、3年 半同じ会社で働いてい

ます。直接雇用を申し入れることもできると聞きましたが、

契約を打ち切られてしまうのが心配で言い出すことができま

せん。

①

2008.4.3

る
あ
力義のみ込し申用雇に者働労遣派は業企きとなんこ

①
受入期間の制限が

ある業務
受入 期間(原 則1年 、

最長3年)を 超えるとき

名 目は受入期間の
遷 卍 噺

制限が ない 「26業

②

務 」な どであるが、

実際 に は1割 以上 同 上 漏 ル灘 纒酬

の労働時間、26業

務以外の業務を行

っている場合
典鼻

③

受入期間の制限が
な い 業 務(「26業

務」の場合など)

3年 を超 えて同一業

務に従事する派遣労

働者がいて、新たに労

働者を雇い入れるとき

作
、
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
、
財
務
処
理
、
貿
易
事
務
な
ど
)
に

つ
い
て
は
、
派
遣
受
入
期
間
の
制
限
が
な
く
な
つ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

「事
務
職
」
で
も
二
六
業
務
以
外
の

一
般
事
務
職
で
あ

れ
ば
、
派
遣
受
入
期
間
は
原
則
一
年
で
す

(表
①
)。
例

外
と
し
て
、
派
遣
先
事
業
主
が
、
過
半
数
労
働
者
代
表
か

ら
の
意
見
聴
取
と
い
う
条
件
を
満
た
せ
ば
、
同

一
業
務
の

同
一
事
業
所
等
に
つ
い
て
最
長
三
年
ま
で
に
限
っ
て
派
遣

を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た

(〇

三
年
法
改
正
)。
派
遣
先
は
、
こ
の

一
年

(最
長
三
年
)

を
超
え
て
派
遣
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

(四

〇
条
の
二
)。
も
し
、
労
働
者
や
派
遣
会
社
が
交
代
し
た

と
し
て
も
、
派
遣
先
は
受
入
期
間
の
限
度
日
に
従
事
し
て

い
る
派
遣
労
働
者
に
対
し
て
雇
用
契
約
の
申
し
込
み
を
す

る
義
務
が
生
じ
ま
す

(四
〇
条
の
四
)。

○
受
入
期
問
の
制
限
が
な
い
と
き
の
派
遣
先
雇
用
義
務

「事
務
職
」
で
も
、
名
目
だ
け
は
「
O
A
機
器
操
作
」
な

ど
と
、
受
入
期
間
制
限
の
な
い

「
二
六
業
務
」
で
の
派
遣

と
さ
れ
る
例
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
場
合
、
実
際

の
担
当
が
二
六
業
務
以
外
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
受
入
期
間

の
制
限
を
脱
法
的
に
回
避
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

労
働
行
政
は
担
当
業
務
の

一割
を
超
え
る
業
務
が
二
六
業

務
外
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
受
入
期
間
の
制
限
を
受
け
る
、

と
基
準
を
示
し
て
い
ま
す

(表
②
)
の
で
、
こ
の
点
を
チ

ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
こ
れ
と
は
別
に
、
受
入

期
間
制
限
の
な
い
業
務

(二
六
業
務
)
で
あ
っ
て
も
、
三

年
を
超
え
て
同

一
の
業
務
に
同

一
の
派
遣
労
働
者
を
受
け

入
れ
て
い
て
、
そ
の
同
一
の
業
務
に
新
た
に
労
働
者
を
雇

い
入
れ
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
労
働
者
に
優
先
的

に
雇
用
を
申
し
込
む
義
務
が
派
遣
先
に
課
せ
ら
れ
ま
す

(表
③
)
法
四
〇
条
の
五
)。

○
派
遣
先
に
よ
る
直
接
雇
用

日
本
の
現
行
制
度
は
派
遣
先
や
派
遣
元
に
一
方
的
に
有

利
に
で
き
て
い
ま
す
。
労
働
者
は
不
安
定
な
状
態
に
置
か

れ
て
労
働
条
件
が
格
段
に
低
い
の
で
、
派
遣
先
の
正
社
員

と
し
て
採
用
さ
れ
る
の
は
実
際
に
は
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
で
も
派
遣
会
社
は
派
遣
労
働
者
が
派
遣
先
に
直

接
雇
用
さ
れ
る
こ
と
を
妨
害
で
き
ま
せ
ん

(法
第
三
三

条
)。
ま
た
、
最
近
に
な
っ
て
派
遣
法
さ
え
守
ら
な
い
企

業
の
違
法
慣
行
が
明
ら
か
に
な
り
、
労
働
行
政
の
指
導
も

強
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
地
域
労
組
な

ど
に
相
談
し
て
援
助
を
受
け
、
派
遣
元
や
派
遣
先
と
対
決

し
た
り
、
話
し
給
っ
た
り
し
て
正
社
員
と
し
て
の
雇
用
を

確
保
す
る
事
例
も
増
え
て
い
ま
す
。
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